
二

葉

亭

四

迷

,『
小

説

総
、論

』

試

論

ー

二
葉
亭

の
創
定
し
た

「
意
」
と

「
形
」
1

小

林

和

子

は
じ
め
に

日
本

の
近
代
文
学

に
お
け
る

リ
ア
リ
ズ

ム
理
論
を
よ
り

一
層
深
い
批
判
精
神

を

も

っ
て
成
立
さ

せ
た
の
は
、

二
葉
亭

の

『
小
説
総

論
』

で
あ
る
こ
と
は
言

う

ま

で
も
な

い
。
そ

こ
で
、
『
小
説
総
論
』

の
成
立
に
あ
た

っ
て
、

二
葉
亭

の
思
想

の
中
心
と
な
る
価
値
基
準
1

「意
」

と

『
形
L

と

い
う
二

つ
の
基
本
概
念
が
、

ど

の
様
な
世
界
観

、
文

学
観

を
背
景

に
形
成

さ
れ
た
か
に

つ
い
て
、
具
体
的

に

考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
葉
亭

の
場
合

は
、

、『
小
説
総
論
』
成
立

に
与

っ
た
思
想
的
材
源
を
多
く

ロ

ジ
・ア
語
文
献

に
依
存

し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、

二
葉
亭
が
読
ん

で
い
た
と

思
わ

れ
る

ロ
シ
ァ
語
文
献

で
、
現
在
わ
か

っ
て
い
る
理
論
的
書

物

と

し

て
、

『
べ

」リ
ン
ス
キ

工
著
作
集
』

(全
十
ゴ
冊
)
、

ア

・
フ
ィ
「ロ
ー

Z
フ
編

『
ロ
シ
ア

語

ア
ン
ソ

ロ
ジ

i
』

(散
文
篇
)
、
ゲ

・
ス
ツ
ル
ー
ヴ

ェ

『初
等

論
理
学
』

を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
「
意
」

と

「
形
」

に

つ
い
て
考

え
て
み
る
と
、

『
小
説
総
論
』

の
中
に
記
さ
れ
て
い
る

『
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
著
作
集
』

を
中
心

に

検

討
し
て
い
く
必
要

が
出

て
く

る
。

こ
れ
を
主
と
し

て
、
ベ
リ

ソ
ス
キ

51

の
小

説
論
と
、
.二
葉
亭

の
小
説
論

と
を
対
照
さ

せ
な
が
ら
、

二
葉

亭
が
、

「
意
」
と

「
形
」

を
ど

の
様

な
根
拠

に
よ
り
設
定
し
、
ど

の
様
な
意
甌
に
瓜
り
展
開
、

発

展

さ
せ
て
い

っ
た
の
か
と

い
う
問
題
を
中
心
に
考
え
て

い
き
だ

い
と
思
う
。

1

『
小
説
総
論
』

の
冒
頭

で
、

凡

ソ
形

(
フ
ォ
ー

ム
)
あ

れ
ば
茲

に
意

(
ア
イ
デ

ア
)
あ
り
。

」
意

は
形

に
依

っ
て
見
は
れ
、
形

は
意

に
依

つ
て
存
す
。
物

の
生
存

の
上
よ
り

い
は

ば
、
意
あ

つ
て
の
形
、
形
あ

つ
て
の
意
衛

れ
ば
、
孰
を
重
と
し
、
孰
を
軽

'
と
も
し
が
た
か
ら

ん
。

-
と
述
べ
て
↓
存
在
全
体
を
意
と

・「
形
」
と

い
う

二
つ
の
基
本
概
念

と
し
て
集

約

し
、
,
「
内
在
す
る
本
質
」
と

「
表
面

に
現
わ
れ
る
現
象
」
と
の
二
元
論

を
設

定

し
て
い
る
。
次

に
、
層

さ
れ
ど
其
持

前

の
上
よ
り

い
は
ば
、
意

こ
そ
大
切

な
れ
。
意

は
内

に
在

れ
ば

こ
そ
外
に
形
は
れ
も
す
る
な
れ
ば
、
形

な
く

と
も
尚
在
り

な
ん
。
さ

・れ
ど
形

は
意
な
く
し

て
片
時
も
存
す
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず
。
意

は
巴
の
為
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に
存
す

る
も

の
ゆ
ゑ
、
・厳
敷

い
は

黛
形

の
意

に
あ
ら

で
、
意

の
形

を
い
ふ

べ
き
な
り

と
し

て
、

二
元
的

同

一
条

件
に
あ

っ
た

「
意
」

と

「
形
」
を
、
持
前
と

い
う

中
間
概
念
に
よ

っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
評
価

し
、

「
意
」
が
存
在

の
根
源

で
あ
る

と
し
て
い

る
。
」

そ

こ
で
ま
ず
考

え
ら

れ
る
こ
と
は
、

二
元
的
同

.一
条
件

に
あ

っ
た

「
意
」
と

「
形
」

が
、

二
葉
亭

の
ど

の
様
な
思
惟

に
よ

っ
て
、
区
別
を
さ
れ
、
絶

対
的
根

本

、「
意
」

と
な

っ
た
か
で
あ

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は

『
小
説
総
論
』

の
冒
頭
部

の
前
提

よ
り
、

二
葉
亭

の
思
想

に

つ
い
て
探

っ
て
み
よ
う
。

『
小
説
総
論
』
が
、
実
証
的
な
論
理
体
系

に
よ
る
弁
証
法
で
論

を
す
す
め
、

具
体
的
な
位
置
づ
け
と
、
文
学
と

い
う
も
.の
の
あ
り
方

を
的

確
に
表
現

し
た
日

本

に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説

の
原
理

で
あ
り
、
ま

た
先
駆
的

に
提

示
し
た
価

値
あ

る
論

で
あ
る

こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説

の
原
理

の
根
本
と
な
る
冒
頭
部
の

『
意
』

と

『
形
』

と
に
、

一
体
何

を
基
準

に

し
て
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

一
般
的

に
考

え
ら

れ
て

い

る

こ

と

は
、

『
小
説
総
論
』

の
第

一
段

と

考

え
ら

れ
る

部
分

に
・引
用
さ
れ

て

い
る
ベ

ト

リ

ソ
ス
キ
ー
の
論

で
㍉
形
而
上

に
お
け
る
目

に
見

え

な

い

本
質
を

「
イ
デ

ー

(畏

Φ
凶
)
」
形
而
下

に
お
け
る
現
実

の
諸
現
象
を

「
フ
ホ
ル
ム

(
兮
o
℃
§

)
」
と

す

る
説

か
ら

の
借
用

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
も

っ
と
厳
密
に
い
え
ば
、

『
ベ

リ

ン
ス
ギ
ー
著

作
集
』

の
第

十

二
巻

に
所
収
さ
れ
て
い
る

『芸
術

の
イ
デ

ー
』

(
二
葉
亭
の
翻

訳
に
よ
る
と

『
美
術

の
本
義
』

で
あ
る
が
)

の
中

で
述

べ
ら
れ

て
い
る
様

に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

思
惟

億
起
点
、
原
点

は
神

の
絶
対
的
イ
デ

ー
で
あ
る
。
思
惟

の
運
動
と

、

は
、

こ
の
イ
デ

ー
が
最
高

の

(先
駆
的
〉
論
理
学

つ
ま
り
渺
而
上
学

の
諸

法

則

に
依

っ
て
自
分
自
身
か
ら
発
展
す
る

こ
と

で
あ
る
。

(傍
点

小
林
以

「
下
同

じ
。
)

自
然

の
全

現
象
は
、
普
遍
的
な
も

の
の
部
分
的
特
殊
的
顕
現

に
他

な
ら

な
い
。
普

遍
的
な
も

の
ほ
イ
デ

ー
で
あ
る
。
イ

デ

ー
と
は
何

か
。
哲
学
的

,定
義

に
よ
れ
ば
、
イ
デ

ー
と
ば
、

そ
の
形
式

か
そ
れ
に
と

っ
て
外
的
な
な

、
に
も

の
か

で
は
な
く
、
・そ
れ
自
身

の
発
展
、
そ

の
固
有
な
内
容

の
形
式

で

(注
1
)

あ
る
と

こ
ろ

の
具
体
的
概
念

で
あ
る
。

・

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
岡
誠
司
氏
は
、
・
「
『
小
説
総

論
』
材

源
考
「

二
葉
亭

と
ベ

リ
ン

ス
キ
ー
ー
」

で
、

ス
ツ
ル
ー
ヴ

ェ
の

『
初
等

論

理
学
』

な
ど

か
ら

の
、
現
実

の
事
象

に
お
け
る
内
と
外

の
二
面
性

を
と
ら

え

る
思
想

を
吸
収

し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

二
葉
亭

は
実
際
、
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
、

ス
ッ
hル
ー
ヴ

ェ
を
は
じ
め

と
す
る

ロ
シ
ア
文
学
者

の
論
ば
か
り
を
う

の
み
に
し
て
、
彼
等

か
ら

の
影
響
だ

け

を
二
葉
亭

の
思
想

に
反
映
さ
せ
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、

二
葉
亭

の

「
意
」
と

「
形
」

の
定
義

づ
け
の
大
半

は
、

ロ
シ
ア
的
思
想

に
あ
る

の
だ
ろ

う

か
。
も
ち
ろ
ん
、

一,一葉
亭
は
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
に
深
く
傾
倒
し

て
い
た
こ
と
は

・
た
し
か

で
あ
る
。
,明
治

二
三
年

(
一
八
九
〇
)

七
月
九
a
附
け

の
内
田
貢

(魯

庵
)

宛

の
書

簡

の
中
で
も
、
魯
庵

の
二
葉
亭

へ
の
ベ

リ
ン
ス
キ
ー
に
対
す
る
質

問

の
答

と
し
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

つ
か
し
き
御
尋

ね
御
答

に
當
惑
仕
侯
ベ
リ

ン
ス
キ
1
を
愛

讃
し
た
る

は
四
、

五
年
前

の
事
ゆ

ゑ
、
今
は
大
低
う
ろ
お

ほ
え
と
相

成
侯

と
書

い
て
い
る
。

こ
れ

に
よ

α
て
も
わ
か
る
様
に
、

明
治

十
九
年
頃

に
二
葉

亭
が
ベ
レ
ツ

ス
キ
ー
を
愛
読
し
て

い
た
こ
と
ば
事
実

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
,
『
ベ

リ
ン
ス
キ
i
著
作
集
』
,
で
使
用
さ
れ
て
い
る

h
イ
デ

ア

(起

Φ
凶
)
」

と

「
フ
ォ

ル
ム

(
兮
o
℃
惷

)
」
を
英
訳

の

「
ア
イ
デ

ァ
」
と
、も
フ
ホ
ー

ム
L
・
に
、
そ

し

て

「
意
」
と

「
形
」
・と

い
う
a
本
語

に
訳
し
て
、
『
小
論
総

論
』
・で
使

っ
て
い
る
。,

一27一



だ

が

一
方
、

二
葉
亭
が
同
様

に
敬
愛
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
魏
叔

子

の
論

に

注
目

し
て
み

た
い
と
思
う
。

こ
れ
は
、

二
葉
亭

『
の
落
葉

の
は
き
よ
せ

二
籠

め
』

の
中

に
所
収
し

て
あ
る

「
文
章

論
」

で
書

い
て
い
る
様

に
、

魏
叔

子
日
く
文
章
之
妙

は
積

理
、
錬
識

に
在

り

之

を
解
す

る
者

の
説

に
曰
く
理
と
は
心
の
本
體

な
り

之

を
山

に
譬

ふ
始
絡
儼
と
し

て
變
せ
ず

識
と
は
心
の
用

を
完

ふ
す

る
所

以
の
も

の
な
り
又
才
能
を
切
劇
す
る
所
以

の
も

の
な
り

之
を
水

に
譬

ふ

始
絡
物

に
隨

ひ
て
變
化
し
會

つ
て
定
形

あ
る
こ
と
な
し

余

日
く
近

し

で
あ
る
。
,
こ
こ
で
二
葉
亭
が
引
用
し

て
い
る
ご
と
く
魏
叔
子
は

「
文
章

之
妙

在

子
積

理
而
錬
識
」

(文
章

の
妙

は
積

理
、
錬
識

に
在
り
。
)
と
唱
え
て

い
る
。
魏

叔

子
も

「
理
」
と

「
識
」
「
と
い
う

二
元
論
を
も

っ
て
文
章

を
考

え
て
い
る
。
そ

し

て
、

二
葉
亭
は
魏
叔
子

の
考
え

に
つ
い
て

「
讃
魏
叔

子
文
」

の
中

で
、
次

の

よ
う

に
言

っ
て
い
る
。

然
則

叔

子
之
文
之
氣
力
如
此
其

盛
者

豈
非
由
其
大
過
于

一
人
者
乎

哉
、
豫
嘗

讀
看
之
所
謂
大
家

之
文
類

皆
所
謂
金
玉
其
表

敗
絮
其
中

雖

一
讀
過

則
有
如
春

花
絢
爛
者

一
轉
思

則
情
味
索
然

如
髑
髏
之

横
野
草
間
者

靡
有
足
觀
者

鳴
呼
是
豈

非
由
隆
其
辭
而
不
顧
其

意
乎

哉

豫
較
讀
魏
叔
子
之
文
與
當
世
諸
賢
之
文

始
知

文

章
以
理
氣
爲
尚

如
夫
字
句
彫
琢

蓋
不
足
論

そ
れ
な
ら
そ

こ
で
、
・叔

子

の
詩
文

の
気
力
は
、
盛
者

の
様

で
あ
る
。
ど

・う
し

て
叔

子

に
大
き
な
あ
や
ま
ち
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。

い
や
な

い
。
私

は

大

家
の
詩

文

の
類

を
読
ん
で
み
た
。
皆
、
美

し
い
表
現
を

し
た
文
章
を
書

く
。
そ

の
文
章

の
表
面

の
美

し
さ
が
や
ぶ

れ
た
と

し
て
読

み
と

っ
て
み
る

と
、
そ

の
時
、
春

の
花

の
あ
や
な

っ
て
美

し

い
文
章

の
様
が

一
転

し
て
、

趣

は
つ
き

て
、
野
原

の
草

の
間
に
横
た
わ

っ
て
い
る
髏

髏
の
様

に
悲
惨

な

も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
あ
あ
、

こ
れ

は

一
体
ど
う

い
う
わ
け
か
。
そ

の

言
葉
を
尊

ん
だ

た
め
だ
け

で
な
く
、
意

(
内
容
)

に
十
分
注
意
を
払

わ
な

か

っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
私
は
魏
叔
子

の
文
章

を
今
日
の
多
く

の
賢
者

の

文
章
と
比
較
し
て
読
ん
で
み
て
始

め
て
知

っ
た
。
文
章

に
お
い
て
、
理
気

(
呼
吸
を
整
え
る
)

を
為
す
こ
と
は
文
章

を
み
が
く

こ
と

で
は
あ
る
が
、

お
お
か
た
論

に
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ

る
と
。

(
訳
小
林
)
,

魏
叔

子
は

「
文
章

之
妙
在
干
積
理
錬
識
」
と
言

っ
て
、

「
意
」
と

「
形
」

と

い

う
語
は
使

っ
て
は
い
な
い
が
、
不
動

の
巌

の
様
な

「
理
」
1
内
在

す
る
本
質

と

考

え
て
も
言

い
す
ぎ

で
は
な

い
ー
と
、
浮
動

で
あ

σ
て
、
水
の
様

に
絶
え
ず
物

に
随

っ
て
変
化

し
会
う

「
識
」
ー
様

々
に
変
化
す
る
現
実

の
諸
現
象

と
考

え
る

ー

は
、

い
わ
ゆ

る

「
意
」

で
あ
り
形
な

の
で
あ
る
。
だ

か
ら

二
葉
亭

は
、

こ
の

論

に
対
し

て
賛
同
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

魏
叔
子

の
論

は
、
あ
く
ま

で
も
文
章
論

で
あ

9
て
世
界
観

で
は
な
い
か
も
し

れ
な

い
が
、

こ
の
論
も

二
葉
亭

の

『
小
説
総
論
』

で
述

べ
ら

れ
て
い
る

「
意
」

と

、「
形
」

の
根
拠

の

一
つ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑

え
蹴
い
事
実

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

二
葉
亭

は

「
文
章
論
」

で

「
余

曰
く
近

し
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
・れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う

か
。

魏
叔
子

の

考

え
る

ご
元
論

(
「
理
」
、

と

「
識
」

に
た
と
え
ら

れ
る
)

に
、
共
感
し

て
い
る

こ
と
は
先

に
述
べ
た
が
、

「
理
」

と

「
識
」
と

い
う
言
葉

で
は
、

二
葉
亭

の
論

の
す
べ

て
を
表
現
す
る
こ

と
が

で
き
な

か

っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

「
理
」
と

「
識
」

と

い
う
言
葉

ぶ

文
章
論
、
あ
る

い
は
、
そ

の
語
自
体

の
意
味
か
ら
言
う
と
、

「
理
」
ー

す
じ
み

ち
、
道
理
、
き
め
、
お
さ
め
る
で
あ
り
、

「
誠
」
1

し
る
、
さ
と

る
、
み
わ
け

る
、
し
る
す
、

お
ぼ
え
る
な
ど

で
、
あ

る
程
度

語
彙
が
限
定
さ

れ
て
い
る
。

こ

れ
か
ら
す
る
と
、
・二
葉
亭

は
自
分

の
考
え

を

「
理
」

と

「
識
」

で
表
現
す
る
よ

り
は
、
・
「
意
」

と

「
形
」

と
い
う
ベ

リ
ン

ス
キ
ー
の
世
界
観
を
背
景

に
し
た
言

一28一



葉
で
表
現
し
た
方
が
よ
り
適
当
で
あ
.
た
の
だ
ろ
う
、せ

が
、
論
と
し
て
擁

叔
子

に
も
影
響
を
受
け
た

の
で
、

「
余
曰
く
近
し
」

と
な

っ
た
の
で
あ

ろ

う

っ

こ
う
考
え
る
と
、

二
葉
亭

の
考
え
る

「
意

「
と
.「
形
」

は
あ
ぐ
ま
で
も
、
ベ

リ

ン
ス
キ
r
.の

7

デ

ア

(
羃

腰
)
L

と

、ヲ

ォ
ル
《

書

琶

L

に

依

存

し

、

て

い
た
.と

考

え

ら

れ

る

。
..

・

}

皿

だ

が

、

実
際

の
と

こ

ろ
、

二
葉

亭

淤

ベ

リ

ン

ス
キ

ー

の

.「
意

(醤
h
Φ
国
)」
、

广
「
形

(
曾

冨

鋤
)
」

に

つ
い

て
す

べ

て

賞

賛

し

て

い
た

わ

げ

で
は

な

い
。

そ

れ

、は
、

二
葉

亭

の
翻

訳

し

た

『
美

術

の
本

義

』

乏

、

『
ベ

リ

ン

ス
ギ

ー

著

作

集
』
一

第

十

二
巻

所

収

の

『
芸

術

の

イ
デ

し
』

の
訳

出

の
柑

違

を

見

れ

ば

一
見

し

て

わ

.
か

る

ζ

と

で
あ

る
。

ベ

リ

ン

ス
キ

ー

は
、

『
芸

術

の
不
デ

ー
』

の
申

で
、
.

、↓
O
夷

Ω。
「
o
揖

9

じσ
幕

霞

卸

§

×
o
誉

¢
陣

蔓

爵

↓

討
匡
貫
澪

露

国
「⑦
o
臣

α
σ
契
9

拐

2

雷

ま

8

』
δ
弓
憙

識

=
b
①
管

員
切
霑
渓
Φ
=
国
①

ヨ

匿
日
』
2

麟
凶

o
Q
寓

o
鵠
↓

bd

℃
"
。。
切
冨
↓
瞠
譜

¢
弓
o
邸

嵩
員
①
=

=
ω

$

護
o
邸

8

α
節

計
○

・

.
ω
更

畠

婁

uユ
匿
α
貰
Φ
陣

(ぢ

舞

B

⑦
長

φ
零

爰

匡
ぎ

邸
)

旨
o
冨

霞

爵

麟

(注
2
>

.
ζ
の
冨
↑
器

蹴
開
貫

思
惟

の
起

点
、
原
点
は
、
神

の
絶
対
的

イ
デ

ー
で
あ

る
。
思
惟

の
運
動

.
と

は
、

こ
の
イ
デ
ー
が
最
高

の

(先
駆

的
)
論

理
学

つ
ま
か
形
而
上
学

の

諸
法
則

に
依

っ
て
自
分
巨

身
か
ら
発

展
す
.る
こ
と
で
あ

る
。

と
し

て
い
る

の
に
対
し
て
、
二
葉
亭

は

.意
匠

の
由
て
生
ず
る
所

の
も
の
は
真
理

な
り
。
最

上

(含
有
)
論

理
法

若
く
は
形
而
上
学
に
拠

っ
て
、
自
ら
真

理
を
生
ず

る
ば
意
匠

の
事
な
り
。

と
し

て
い
る
。
「
神

の
絶
対
酌
イ
デ

レ
」

(α
Q
萸
9
旨
φ
冨
賠

「歇
α
o
旨
δ
冨

角
国

畏
覚
σ
識
)
、」を

・「
真

理
」

の

一
、言

に
表
現
し

て
い
る

の
で
あ
惹
。

何
故
、
h
神
の
絶

対
葡
イ
デ

ト
L

を

「
輿

理
」

と
改
訳

し
た
の
だ
ろ
う

か
、
ま
た

『
小
説
総
論
』

の
申
で
も
訓

「
さ
れ
ば
意

の
未
だ
唱
歌

に
見

は
れ

ぬ
前

に
は
、
宇

宙
間
の
森

羅

万
象

の
中

に
み

る
と
い

っ
て
、
「
意
」
を
普
遍
的
な
も

の
と
考
え
て

い

る
。
同

.
様

淀
、
..

.『
美
術

の
本
義
』
で

は
、
.
「
意
島
、髪

「
真
理
し

と

か
う
意

味
の
限
定
さ

れ

た
瞹
眛

な
言
葉

で
表
わ
し

て
い
る
。
こ
れ
に
.対
し
て
べ
凱

ン
ス
キ
ー
の
..、
イ

デ
プ

(
鵠
員
Φ
国
)
」
は

「
自
身

の
発
展
、

そ

の
固
有
な
内
容

の
形
式

で
あ

る
ど
こ

(注
3
)

ろ

の
具
体
的
概
念
」
・な

の
で
あ
る
。
安

井
亮
平

氏
は
、

」こ
れ
に

つ
い
て
、
.

こ
れ
は

「
意
」

が

「
神

」
に
起
源
す

る
こ
と
を
拒
む
姿
勢
が
彼

の
中

に

・厳

存
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
、
、そ

れ
と
と
も

に
、
彼
が
ベ
リ

ン
ス
キ
.1

・

の
考
え
の
底

に
あ
、る

ーへ
ー
ゲ

ル
.の

「
、絶
対
精
神
」

(ン
ぴ
ω○
冨
8
憎
Ω
虫
珍
L

を
じ
ゅ(灘

ん
正
確
に
鐘

解
し
順

な
か
健

・、と
も
関
係
し
て
、い
る

と
思
わ
れ
る
。

-
と
述

べ
て
い
る
。
実
際
、

二
葉
亭

は
逍
遙
が
言

っ
て
.い
る
様

に

君
も
其
頃
性
格
批
評

の
方
面
は
例

の
グ

レ
ー
と

い
う
教
援
直
傳

の
蘊
蓄

「
が

あ
つ

た
の
だ
が
、
美
學

と
い
う
方
面

は
、
專
ら
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の
論

集

「
が
種

で
、
そ
れ
は
全
く

獨
學

的

に
讀
ん

で
ゐ
た

の
で

『
ヘ
レ
ゲ

ル
匹
哲
學

・が
分
ら

ん
か
ら
よ
く
分
ら
ん
が
と
』

.言

つ
て

(
君
は
決
し
て
知

つ
た
か
振

り

を
す

ゐ
と

い
う

こ
と
が
無
か

つ
た
)

ち
ぎ
ら
ち
ぎ

れ
に

話

し

た

も
の

(注
5
)

で
、
要
領
を
得
な
ん
だ
點
も
多

か

っ
た
。

・

と
い
い
、「

そ

の
後
再
び

二
葉
亭
と
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
と

の
こ
ど

を
ふ
れ
た
時

も

獨
學
式

で
あ

っ
た
爲
か
最
初
は
べ
ザ

ン
ス
キ
ー
と
發
音

し

て
.を

り
・

『
へ
ー
ゲ

ル
が
頭

に
な

い
か
ち
、
ど

う
も
隔
靴
掻

痒
で
』

ど
言

ひ

つ
乂
・

彼
れ
の
輩

の
瑳

を
斷
片
的
籍

し
て
票

せ
て
く
確
藁

.
「

と
記
し
て

い
る
。

こ
の
様

に
、

へ
ー
ゲ

ル
の

「
絶
対
精
神
」
を

二
葉
亭
ぶ
、

十
分
正
確
に
理
解
し
て
炉
な
か

つ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
腓
上

に
ヒ
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「
意

」
が

,「
神
」
に
起
源
す

る
と
い
う

こ
と
を
拒
む
力

の
方
が
強
か

っ
た
で
は

な

い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
そ

れ
は
、

二
葉
亭

に
と

っ
て
の
完
全
な
る
キ
ゾ

ス
ト

教
的
倫

理
観

の
排
除

な
の
で
あ

る
。
ま
ず
そ

れ
に
は

『
小
説
総
論

』

の
中
で
引

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

用
さ

れ
て
い
る

「
之
を
某
學
士

の
言
葉
を
假
り
て

い
は
ば
」
に
お
け
る
某

学
士

の
論
を

こ
こ
で
掲
げ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
某

学
士

と
は
、

『
文

学
論
』

(
明
治
十
八
年
八
月
丸

善
商
社
刊

)
を
執
筆
し
た
有
賀
長
雄

と
い
う
当

時
法
学
者

で
あ

っ
た
人
物

で
あ
る
。

二
葉
亭

は
キ
ヅ

ス
ト
教
的
倫

理
観

の
排
除

に
お

い
て
は
、
有
賀

の

『
文
学
論
』
,
の
影
響
を
強
く
受
け
た

の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
有
賀

は
、

そ
の

『
文

学
論
』

の

(第

三
節
)

「
綱
紀
を
理
學

に
因

て

正
す
ζ
と
の
不
當

な
る
事
」
「
の
中

で
、
・
,・

、
し
か
る

に
、

こ
の
キ
リ
ス
ト
教

は
白
人

の
生
活
白
人

の
人
生

か
ら
生
れ

た
も
の
で
、

こ
の
ま

ま
で
は
世
界
的

の
も

の
と
な

っ
て

い
な
い
。
白

人
は

・

選

民
意
識
が
極

め
て
強

い
も

の
で
あ
る
か
ら

(
殊
に
そ

の
頃

の
白

人
が
然
.

の
り
)
、
キ

リ
ス
ト
教
も
白
人
以
外

に
も
応
用
さ
れ
る
べ
き

綱

紀
と
い
う

点

に
な
る
と
弱

い
と

こ
ろ
が
あ
る

(
中
略
)

日
本
人
な
ど
に

は
す

ぐ
通
用

せ

ず
、
種

々
の
点
で

差
障
り
が
あ
る

(
中
略
)

ギ
リ

ス
ト
教
、・
仏
教

は
往

々

(注
7
)

現
実
を
否
定
す
る
も
の
¥
現
実
を
離

れ
、

ま
た
こ
わ
す
も

の
で
あ

る
。

と
キ

リ
ス
ト
教

の
幣
害

に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

ま
た
、

(第

四
節
)

「
西

洋

の
倫
理
、
政
理
、
法

理
、
萬
古
不
易

な
る
能
ざ

る
事
」

の
申

で
、
西
洋
学
問

の
本
質
を
述
べ
、

西
洋
の
中

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

に
対
し
て
、

キ
リ
ズ
ト
教
徒

と
な

っ
て
も
、
現
実
規
正

の
力

は
公
平

に
行
な
わ
れ
な

(注
8
)

、
い
。
大

よ
そ
白
人
中
心

の
こ
と
で
あ
る
。

と
論

じ
て
い
る
。
'
二
葉
亭

は

『
小
説
総
論
』
・
で
有
賀

の
論

文
を
引
用
し
て
い

る
以
上
、
、こ
の

『
文
学
論
』

を

一
応
熟
読

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
そ
し
て
、

こ
の

ギ
リ

ス
ト
教

に
対
す

る
批
判

に
対
し

て

一
応
同
意
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、

キ
リ

ス
ト
教

に
対
す

る
二
葉
亭

の
考

え
と

し
て
も
う

一
つ
「の
事

実

が
あ
る
。
そ
れ
は

『
べ
づ

ン

ス
キ
ー
著
作
集
』

北
見
ら
れ
る

二
葉
亭
自
身

の

の
書

ぎ
込
み
で
あ
る
。

『
ベ

リ
ン
ス
キ
ー
著
作
集
』

噛
第

三
巻

に
所
収

の

『
知
恵

の
悲

し
み
』

の
中

の
、
、古

い
時
代
を

一
新
し
て
人
類

の
、
.そ
し
て
宗
教

の
、
新

し

い
時
代

ロ
ー

マ
ン
主
義
が
訪
ず
れ
た
と
い
う
部

分
で

エ
o
起

雲

ぴ
豪
げ

麟

器

目
o
。旨

∩
目
切
σ
臣

臣

ま

§

8

爵

否

蕾

しσ
8
邸

(
注
9
)

①
↓
呂

℃
o
憙

零

§

Φ
臾

o
陣

篋
器
匿
臨
O
詈

o

も

髯

臼
§

馨
↓
。・
。

と

い
う

キ
レ
ス
ト
教

(
×
寂

∩
憲

9。
弱

話
o
)
」

と

い
う
箇
所

に

ア
ン
ダ

し
ラ

イ

ン
が
引

い
て
あ

っ
」た
。
(
こ
の
ア

Z
ダ

ー
ラ
イ
ン
は
赤

エ
ン
ピ

ツ
で

あ

る
。

,二
葉
亭

の
値

筆
か
)

こ
の
こ
と
か
ら
考

え
て
も
、

二
葉
亭
が

キ
リ
ス
ト
教

に
対

し
て
あ
る
種

の

(
こ
こ
で
は
白

入
の
為

に
作
ら

れ
た
と
か
、
白
人
中
心

で
あ
る

と
か
)

問
題
意
識

を

二
葉
亭

な
り
に
も

っ
て
い
距
こ
ど
億
確

か
で
あ
る
。

二
葉

亭

は

『
予

が
半
生

の
讖
悔
』
の
申

で
、

私

は
帝
國

圭
義

の
感
化
を
う
け
た
と
同
時

に
、
儒

教

の
感
化
も
餘

程
蒙

っ
た
。
だ

か
ら

一
方

に
於

て
は
、
孔
子

の
實
踐
躬
行
之
い
ふ
思
想
が
な
か

ノく
-
深
く
頭

に
入

つ
て
ゐ

る
。

(中
略
)

つ
ま
り
東

洋
の
儒

敏
的
感
化

と
、

露
文
學
や
ら
西
洋
哲
學
や
ら

の
感
化
と
が
結
合

つ
て
、

そ
れ
に
瓧
會

圭
義

,
め
影
響
も
あ

つ
て
、

こ
の
様

に
述
べ
・て
い
る
。

二
葉

亭
は
、
・
ロ
シ
ア
文

学
及
び
西
洋

思

想

だ

け

が
、

二
葉
亭

の
根
底
を
さ
さ
え
て

い
る
理
念

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
だ

か

ら
A

二
葉
亭
自
身
が

『
小

説
総
論
』
あ

る
い
は
、
美
術

の
本
義

の
中

で

「
意
」

の
定
義

に
対
し
て

「
神
の
絶

対
的

イ
デ

ー
」
を

考
え

る
ご
ど
を
拒
ん
だ

の
は
、

こ
う
し
た
考
え
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
y
あ
え

て
キ
ゾ
ス
ト
教
的
倫
理
観
を

排

除
↓
て
、

西
洋

一
辺
倒

で
は
な

い
西
洋
と
東
洋

の
学
問

の
利
点
を
統
合

調
和

し
た
自
己
の
小
説
論
、
文
学
論
を
書

こ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
葉
亭

の
考

一30



え

る

「
意
」
と
」
形
」

は
名
称
自
体
は
べ
ゾ

ン
ス
キ

r
の
借
用

で
あ
る
が
、
実

質
的
根
拠
と
し

て
は
、
「
二
葉
亭
自
身
が
も

っ
て
い
る
文
学
に
対
す
る
考
え
方
な

の
で
あ

る
。

皿

-二
葉
亭

は

『
小

説
総
論
』

の
申

で

「
意
」
を
入
芸
術
論
Y

に
お

い
て
、

宇
宙

間
の
森

羅
萬
象

の
中

に
あ
る
に
は
相
違

な
け

れ
ど
、
或

は
偶
然

の

形

に
妨

げ
ら

れ
、
或

は
他

の
意

と
混
淆
し
あ
り

て
、
容
意

に
解

る
も

の
に

あ
ら
ず
。

と
言

い
、
ま

た

〈
小
説
論
〉

に
お
い
て
は

實

相
界

に
あ

る
諸
現
象

に
は
自
然

の
意
な
き

に
あ
ら
ね
ど
、
夫

の
偶

然

㌘
の
形

に
蔽
れ

て
鋼
然
と
は
解
ら

ぬ
も

の
な
り
。

と
述
べ

て
ーい
る

。

ご
の
様

に
二
葉
亭
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
お

い
て

「
意
」
に
対

す

る
定
義
づ
け
を
し

て
い
る
が
、
そ

の

「
意
」
に

対
す
る
概
念
を
裏

づ
け
る
い

ぐ

つ
か
の
参
考
文
献
が
あ

っ
た

こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
そ
こ
で
、

二
葉
亭

の

思
想
を
形
成
す
る
際

に
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
も

の
、

ま
ず

『
ベ
リ

メ
ス
キ

ー
著
作
集
』
第

三
巻

『
知
恵

の
悲
し
み
』

の

一
節

を
上
げ
て
み
よ
う
。
、
(
二
葉

亭

の
所
蔵
し
て
い
た
本
の
こ
の
部

分
に
は
明
ら

か
に
二
葉
亭

の
も

の
と
思
わ
れ

る
書
き
込
み
が

あ
る
)

・中

世
の
豊

か
な
生
命
を
作

っ
た
も

の
の
中

に
、

ロ
マ
ン
チ
ズ

ム
の
要
素

・
が
あ

っ
た
。
こ

の
時
代

は
精
神
が
目
覚

め
回
復
す
る
時
代
だ

っ
た
。
、精
神

r

は
、
自
ら

を
認
識
す

る
た
め

に
は
自
然

ゆ
ら
自
ら
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
、
訂
然

は
他
な
ら

ぬ
精
神

(
古

い
意
味

で
)

の

一
面
で
は
あ

っ
て

も
、

い
は
ば
、
、精
神

の
見
え
ざ
る
命
を

断
ら

の
う

ち
に

吸
収

す
る

こ
,と

で

、
人
跚

の
眼
を
精
神

の
秘

ぬ
ら
れ
た
本
質
か
ら

フ
ォ
ル

入
の
魅

力

へ
ど

.
そ
ら
し

て
し

ま

い
、
・
精
神
を
瞹
眛
に

し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ

る
。

精
神

,
は
、
表

に
あ
ら
わ
れ
た

フ
ォ
ル
ム
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、

現
実
に
あ
ら

わ
れ

る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
精
神
は
自

由
の
偉
大

さ
の
中

に
再
び
自
己

を

(注
10
)

7

回
復
し
、
自
分
自
身

の
敵

で
あ
り
、
悪
魔
的

な
自
然

を
否
定
し

た
。

:

つ
ま
り
、,
二
葉
亭

億
こ
こ
に
書

い

て

あ

る

「
精
神

(員
賓
碁

)
」
と

「
自
然

(掴
℃
属
℃
○
泪
ぴ
一)
」

の
相

互
関
係
を

二
葉
亭

の
考
え
る

「
意
」
と

「
形
」

の
概

念

に
適
合

さ
せ
て
い
る
。
べ

μ
ン

ス
キ
r
の
言
う

「
自
然
」

と
ぼ
精
神

の
見
え
な

い
命

(本
質
)
を

自
然

の
中

に
吸
収
す
る

こ
と

で
、
,人
間

の
眼
を
精
神

の
秘
ら

れ
た
本
質

か
ら

フ
ォ
ル
ム
の
魅
力
.へ
と
そ
ら
し

て
し
ま

い
、
精
神
を
瞹

眛
に
す

る
も

の
で
あ
る
。
自
然
は

フ
ォ
ル
ム
で
は
な
く
、

フ
ォ
ル
ム
の
魅

力

へ
と
人
間

の
眼

を
そ
ら
す
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ベ
リ
ン

ス
キ
ー
の
'
〈
兮
σ
勹
§

〉

は
あ
く
ま

で
も
現
実

に
あ
ら
わ
れ
る
形
、

形
態
な
の
で
あ
る
。

二
葉
亭

は
語
彙

と
し

て
形

で
あ
る

〈
e
o
℃
惷

〉
を
二
葉
亭

の
指
向
す

る
形
を
述
べ

る
際

の
単
な

る
補
助
的
な
言
葉
と
し
て
思
い
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
は

〈
畏

Φ
凶
〉
に

つ
い
て
考

え
た
時
に
よ
り
明
白

に
な
る

の
で
あ

る
ゆ

つ
ま
レ
、
原
文

を
読

ん
だ
場
合
、
本

-

の
欄
外
に
英

語
で

〈
一自
Φ
9
卿

hO
『
bρ〉

と
い
う
書
き
込

み
を

し
て
お
き
な
が
ら

も
、
本
文
中
に
は

く
醤
抽
Φ
凶
Y

と

い
う
語
は

一
語
も
み

つ
か
ら

な
い
と
い

う

ζ

と
で
あ
る
。

こ
れ
で
も
わ
か
る
様

に
、

二
葉
亭

の

「
意
」
ど

「
形
」
は
、
単
な

る
ベ
リ

ン
ス
キ
r
の

〈
長

Φ
国
〉

と

〈
台
o
℃
§

〉

の
借
用

で
は
な
く
、

「
意
ト

は

「
精

神

(泪
景

曽
)
」
で
あ
り
、

「
形
」

は

「
自
然

(息

弓

o
亨

圃)
」
な

の
で

あ

る
。

そ

れ
で
は
次

に
、
以
上

の
世
界
観
を
踏
ま
え
な

が
ら
、

『
小
説
総
論

』
の
申

心
主
題

で
あ
る

リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
論
、
・,い
わ
ゆ

る

「
摸
寫

と
い

へ
る
こ
と
は
實

相
を
假
り

て
虚
相
を
冩
し
出
す
と

い
ふ

こ
と
な
り
」
に

つ
い
て
、

二
葉
亭

の
リ

ア
リ
ズ

ム
の
神
髄
を
探

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
,
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真
実

を
模
写
す

る
こ
と
、
写

し
出
す

こ
と
は
、
実
際

の
あ
り
様
を
描
く
こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
奥

に
在

る
本
来

の
姿

を
写
し
出
す

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
は
「
物
」

の
本
質

は

「
意
」

で
あ
り
、
個

々
の
現
象

は
そ

の

「
意
」
が
状
況
に
応
じ
て
特

殊

な

「
形
」

で
あ
ら
わ
れ

る

こ
と
だ
乏
す
る

二
葉
亭

の

世
界
観
か
ら

考
え
る

と
、

「
実
相
」
と

い
う

の
は

「
諸
現
象
」
ー

「
形
」
で
あ
り
、

5
虚
相
L

と
い

う

の
は
、「
自
然

の
意
」
ー

「
意
」
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
・
小
説
に
お

い
て

「
虚
柑
」
が

「
実
相
」

に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
も
明
ら
か
で

あ

る
。

こ
う
考
え

て
い
く

と
、

二
藁
亭

の

世
界
観

の

中
心

で
あ
る

「
意
」

と

,
「
形
」

を

「
虚
租
」
と

「
実
相
」

に
あ

て
は

め
て
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説

の
定
義
づ

・け
を
し
て
い
る

こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
し

か
し
、

「
実
相
」

と

「虚
相
」

の
語

彙

を
使

っ
た
起
因
ぶ
不
明

で
あ

る
。
と

い
う

の
は
、
辞
書
に

「
実
相
」

と
い
う

.語

は
載

っ
て
い
て
も
、

「
虚
柤
」
と

い
う
語
が
み
あ
た
ら
ぽ

い
こ
と
で
あ
る
。

「
虚
椙
」
と

は
こ
葉
亭
が
作
り
出
し
た
造
語
磨

の
で
あ
ろ
う
か
、

で
は
そ
の
意

図

は
何

で
あ
ろ
う

か
。

と

こ
ろ

で
、
虚
実

の
概
念

に
は
、
大

別
し
て

二
つ
の
系
統

が
あ
る
。

ま
ず

一

つ
は
、
虚
i
う
そ
、
・実
ー
ま

こ
と
、
乏
い

う
概

念
、

も
う

一
つ
は
、
虚
i

か
ら

(無
形

の
存
在
)
、
実
1
み

(
有
形

の
存
在
)

と

い
う
本
来

的
な
概
念

で
あ

る
。

虚
実
を
前
者

の
概
念
で
考
え
る
と
、

二
葉
亭

の
リ
ア
リ
ズ

ム
と
は
全
く
異

な
る

意
味

に
な

っ
て
し
ま
う
。

で
は
後
者

の

「有

形
」

「無

形
」

の
概
念

で
あ
る
と

考
え

る
と
、

「
実
相
」
は

「
有
形

」

の
も
の
で
現
実

の

「
諸
現
象
」

で
あ

る
。

ま

た

「
虚
相
」
は
目

に
み
え
な

い

.「内

在
す
る
本
質
」

で
あ
る
か
ら

.
「
無
形
」

と
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

「
有

形
」

「
無
形
」

の
概
念
が
や

は
り

適
当
な

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

現
実
に
当
時

の
風

潮
と
し
て
は
、
十
川
信
介

氏
が
述
べ
て

い
る
様
な
状
態
で
あ

っ
た
。

近
世
合

理
主
義

の
洗
礼

以
後
、
目

に
見
え
る
も
の
は
事
実

と
し
て
尊
重

さ
れ
、
目
に
見
え
ぬ
も

の
は
嘘

と
し
て
排
斥
さ

れ

つ
つ
あ

っ
た
。

(中
略
)

こ

の
傾

向
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
幕
末
維
持
を
通
じ

て
時
代
を
支
配
し

た
実
学

の
流
行

で
あ
る
。

「
今
斯

る
益

な
き
学
問

(和
歌
詩
文
)
は
先
ず

次
に
し
、
事

ら
勤

む
べ
き
は

人
間
普
通

日
用

に
近
き

実
学
な
り
」

(
「
学

問
の
す
す
め
」
)

と
い
う
福
沢

の
意
見

に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

明
治

の

、
実
」

は
実
屠

に
益
す

る
実
学

で
あ
り
、
実

学
と
は

「
種

々
ノ
才
能

ア
ル

諸

人

『
エ
ッ
キ

ス
ペ
リ
メ
ン
タ
ル
、

イ
ン
ク
ワ
イ

リ
ー

ス
』
飆
懇

ト
イ

ヘ

ル
実
務

ニ
ッ
イ
テ
タ
シ
ガ

ニ
之

ヲ
経
験

シ
親

試

シ
テ
始

メ
テ
ソ
ノ
然

ル
ヲ

知

ル
学
聞
」
八
中
村
正
直

「
西
洋

一
斑
」
)

に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
実
用

ど

ほ
事
圏

麓

・

以
上
の
様

に
・「
実
」

は
実
用

で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
実
用
主
義

な

の
で
あ

る
α

,

明
治
初

頭
に
お
い
て
は
、
福
沢
諭
吉
が
言
う
様
に
、

「
実
」
と
は
す

ぐ
役
立

つ

=

益

の
あ

る
も

の
で
あ
り
、

コ
虚
L
と
は
そ

の
反
対
に
益

の
な

い
む
な
し
い
も
の

32

で
あ

っ
た
。
だ
が
、

こ
れ
は
当
時

の
概
念
が
こ

の
範
疇
に
あ

っ
た
だ

け
の
こ
と

一

騰、
す

べ
て
だ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
明
治

の
新
文
学
以
前

に
、

そ
の

正
統

に
た

っ
て
い
た
漢
詩

の
虚
実
論

で
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、

唐
詩

の
注
釈
書

で

最
も
広
く

流
布
し

て
い
た

『
三
躰
詩
抄
』

を

挙

げ
て

み
よ

う
。

こ
こ
で
は
虚
実
を

虚
語

ト
ア
ル

ハ
。

ヅ
子

二
云
ブ
虚
語

ノ
。

ソ
ラ

コ
ト
バ
α
ナ
イ
ゾ
。

イ

カ

ニ
眞
實

ノ
語

ヲ
云

タ
リ
圧
。
思
情

ノ

コ
ト
バ

ヲ
、
.皆
ナ
塵
ト
云
ゾ
。

カ

ダ
チ
ナ
キ
.

ホ
ギ

ニ
ゾ
。

(
中
略

)
虚
ト

ハ
心

ヲ
イ

ヒ
。

實
ト

ハ
旦
鼠
物

ヲ

イ
フ
。

(
中
略
)
風
華
雪
月
等

ノ
。
景

物

ハ
α
形
ア

ル
者
ソ
。

サ
ル
ポ
ト

ニ
實

ト
云

ソ
。

心

ハ
虚
靈
ト

テ

形
ナ
キ

モ
ノ
ソ
。

サ

ル
ホ
ド

ニ
。

意

二

(注
12
)

所
レ
思

盧
ト
イ
フ
ソ
。

と
言

っ
て
い
る
。
漢
詩

の
虚
実

は
、
以
上

の
様
に
心
と
景
物

と
で
あ
る
σ

と



鹽
こ
ろ

で
、
漢
文
を
愛
好
し

て
い
た
逍
遙
や

二
葉
亭

槍
、
漢
文

に
お
け
る
虚
実
論

か
ら
多
少

と
も
影
響

を
受

け
て
い
た
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
。
逍
遙

は

『
小
説

神
髄
』
下
巻

の

く
主
人
公
設
置
y

の
中

で
、

主
人
公
を

造
作
す
る

方
法
と

し

て
、

.
現

實
派

は
人
間

の
形
.を
畫
ぐ
書

工
の
虹
く
、

理
想
派

は
夫
人
を
畫
く
叢

厂

工
の
ご

と
し
。

(中
略
)
蓋

し

膚
實

の

相
違

の
し
か
ら

し
む
る
も

の

な

.
(注
13
)

り
か
し
。

と
、
.漢

詩

の
虚

実
論
を
引
用
し
て
い
る
。

二
葉
亭

も
ま
た
、

パ
ア
ブ

ロ
フ
の

翻
訳

『
學
術

と
美
術

と
の
差
別
』

で

.學

術
は
實
在

の
物

を
變

じ
て
虚
靈

の
物
と
な

し
、
美
術

は
虚
靈

の
物
を

,
ン

「變

じ
て
實
在

の
物
と
な
す
。

,

と
い
う
様

に
漢
文

の
虚
実
論

で
こ
れ
を
訳
し

て
い
る
。

二
葉
亭
は
パ
ア
ブ

ロ

ラ

の
思
想

を

「
虚
」

は
心

で
あ

り
抽
象
性

・
論
理
性

・
観
念
性

・.精
神
性

の
意

味

を
持

っ
て
お
り
、

「
実
」

は
景
物

で
あ
σ
具
象
性

・
具
体
性

・
実
体
性

の
意

昧

を
持

っ
て
い
る
と
解
釈

し
て

「い
る
。

こ
れ
か
ら
推
測

で
き
る
様

に
～

二
葉
亭

め
虚

実
論

は
漢
詩

の

虚
実
論

に

基
づ

い
て
い
る
こ
と
が

わ

か
る
。

つ
ま
り
、

「
虚
相
」

と
は
心
で
あ
り

「
内
な

る
本
質
」

な
の
で
あ

る
。
ま
た

「
実
相
」
は

景
物

で
あ
り
、

「
現
実

に
あ
ら
わ

れ
る
諸
現
象
」
な

の
で
あ
る
。

、

W

次

に
、

ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の

「
精
神

(h
冤
×
鋤)
」
と
L

自

然

(口
℃
巷

O
拍
匿
)
L

の
相

互
関
係

を

「
意
」
と

「
形
」

に
あ

て
は
め
て
み

る
と
、

一
つ
の
仮
説
を
た

て
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ

れ
は
、
『
三
躰
詩
抄
』

の
虚
実
論
と

の
対
照

で
あ
る
。

ベ

リ

ン
ス
キ
ー
の

「
精
神
」

と
は
い
わ

ゆ
る

「
心
」

で
あ

る
。

『
三
躰
詩
抄
』

の

「
虚
」
-
は
h
心
」
・
で
・あ
る
ゆ
従

っ
て
海

h
精
神
」

と

・「
虚
」

は

「
心
」
と

い

う
同
じ
背
景
を
も

っ
て

い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
考

え
る
と
イ

コ
ー
ル
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
漢
詩

の
虚
実
論

の

「
心
」

と

「
景
物
」
め
相
互
関
係
が
、

こ
の

「
精
神
」
と

「
自
然
」

の
相

互
関
係

と

一
致
す

る
要
素

を
も

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
す
る
と
、

二
葉
亭

の
世
界
観

か
ら
小
説
論

へ
の
発
展

は
、

こ
の
考
え
方

に
基
づ
く
と
容

易
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

,ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の
述

べ
る

「
精
神

(電

蓋
)
」

は
自
然
と
分
離

し
て

・月
己
を

認
識
し
、
自
己
を
回
復
す

る
も
の
な
の
で
あ

る
。
表

に
あ
ら
わ

れ
た

フ
ォ
ル
ム

に
惑

わ
さ
れ
る
自
己
を
回
復
す

る
も
の
な
の
で
あ

る
。
,す
る
と
、

「
実
相
」
と

「
虚
相
」

の
相

互
関
係

に
す
ぐ

あ
て
は
め
ら

れ
る
。
そ

れ
は
馬.

「
虚
相
」
と
は

実
相
界
の
諸
現
象
の
偶
然

の
形

の
な
か
に
お
お
わ

れ
て
、

は

っ
き
り
と
は
わ
か

ら
な

い
も

の
で
あ
る
が
、
様

々
な
表
現
方
法

つ
ま
り
、
、「
言
葉

の
言

い
廻
し
」
、

「脚
色

の
模
様
」

な
ど

に
よ

っ
て
明
白

に
写

し
出
さ

れ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
の

幽
で
あ
る
。
、「
自

然

(言

巷

o
紮
¢
)
」

の
奥

に
ひ
そ
む
見
え
ざ
る
命

で

あ

っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
葉
亭

の
考
え

る
模
写
と

は
、
そ

の

「
精
神
」
を
回
復

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

「
虚
相
」

を
描
き
出
す

こ
と
な

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

二
葉
亭

は

『
小
説
総
論
』

の

中

で
は

い

つ
も

二

つ
ーの

対
立

概

念

、
例

え
ば

「
意
」

畠と

「
形
」
「
自
然
」
と

「
偶
然
し
、
「
実
相
」
と

「
虚
相
」
、

の
み
に
重
点

を
お
き
、

そ

れ
ら

を

結
ぶ

「
持
前
」

と
・か

「
種
類
」
ど

「か

「
典

型

」
と
か

の
申
間
概
念

の

説
明

を

瞹
眛

に
し
て
い
る
と

考
え
ら

れ
る

点
が
あ

,馳

る
。
現
実

の
事
象

の
中
か
ら

「
意
」

を
汲

み
取

る
こ
と
ば

か
り
を
重
視
し

て
、

「
意
」
を
、「
形
」
と
し
て
表
わ
す
際

の
過
程

の
説

明
が
省
略

さ
れ
て
い
る

の
で

あ
る
。
こ

の
問
題
が
後
に

『
浮
雲
』

を
執
筆
す

る
際

の
大
き

な
問
題

と
な

っ
て

く
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
浮
雲
』
中
絶

の
あ

と
、

『
其
面
影
』

『
平

凡
』

を
執
筆
す
る
ま
で
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
で
も
あ

っ
た
。

と
こ
ろ

.ぶ
、

二
葉
亭
は
、
明
治
四

画
年

に
発
表
し
た

『
予

が
半
生

の
懺
悔
』

の
中

で
、
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「
淨
雲
」

に
は
モ
デ

ル
が
あ

っ
た
か
と
い
ふ
の
か
?

そ

れ
は
無

い
ぢ

や

な
い
が
、

モ
デ

ル
は
參
考

で
引
寫

し
に
は
せ
ん
。

(中
略
)
自
分

の
預

て
知

っ
て
い
る
者
と

か
の
中

で
、
稍

々
自
分

の
有

つ
て
い
る
抽
象
的

觀
念

に
脈
の
通

ふ
人
が
あ
る
も

の
だ
。
す
る
と
そ

の
人
を
先
ず
土
臺
に
し
て
タ

イ
ン
デ
イ
ビ
ュ
ァ
ル

イ
プ

に
仕
上
げ
る
。
勿
論
、
そ

の
人

の

個

性

は
あ
る
が
、

そ
れ
を
捨

鹽

て

乂
了

つ
て
、
そ

の
人
を
純

化
し
て
タ
イ
プ

に
し
て
行

く
と
、

タ
イ
プ

は

ノ
ー

シ
ヨ
ン
ぢ
や
な
く
て
、
.
具
體
的

の
も
の
だ

か
ら
、
そ

れ
、
最
初

の
目

的

が
逹

せ
ら
れ
る
と
い
う
譯
だ
。

と
言

っ
て
い
る
。

こ
の
文
章

で
す

で
に
中
間
概
念

の
必
要
性

を
十
分
認
織
し

て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
実
験
小
説
的
色
彩
を
多
分

に
も

っ
て
い
る

『
浮
雲
』

を
申
絶

し
て
か
ら
、

『
平
凡
』
を
再
び
書
き
始

め
る
ま

で
の
問
に
、
瞹

眛
に
な

っ
て
い
た
申
間
概
念

に
対
す
る
問
題
が
解
決
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、

『
浮

雲
』

の
主
人
公
、
内
海
文
三
も
本
田
昇
も
お
勢
も
、

二
葉
亭
が
述
べ
る
様

な
、

あ
る

モ
デ

ル
が
あ
る

の
で
は
な
く

「
抽
象
的
觀
念
に
脈

の
通
ふ
人
」

を
土
台

に

し
て
タ
イ
プ

に
仕

上
げ
た
人

々
な
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、

二
葉
亭

は

『
知
恵

の
悲
し
み
』

の
中

で
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
が
述
べ

て
い
る

「
自
然

(口
勹
巷

o
拍
匡
)
」
を
ど
う
考
え

て
い
た
か

で
あ
る
。

推

測

で
き

る
こ
と
と
し

て
は
、

〈
兮
o
冨

薗
〉

を
形
態

と
考

え
、

〈
巷

巷

o
泪
匡
〉

を
状
態
と

考

え
て
論
を
展
開
し
た

の
だ
ろ
う
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
、

二
葉
亭
の

「
形
」

は
状
態

に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

二
葉
亭
は

「
形
」

を
単

一

の
概
念

で
は
な
く

て
、
流
動
的

で
多
様

な
も
の
と
考

え
た
の
だ

ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
中
間
概

念
を
は

っ
き
り
明
示
す
る
こ
と
な
く

自
偶
然

の
形

に
蔽

れ
て
L

と
し
て

「
偶
然
」
と

い
う
、
た
ま
た
ま
現
象

と
し
て
現
わ

れ
た
様

々
な
状
態
と

し
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ベ

リ
ン
ス
キ
ー
の

〈
暑

弓

o
員
匡
〉
と
対

象

さ
せ
た
の
で

あ
る
。

こ
う
す

る
と
、

二
葉
亭

の
意
図
が
単

に
中
間
概
念

の
欠

如

と
し
て
批
判

す
る
こ
と
な
し
に
理
解

で
き

る
の
で
あ

る
。

も

っ
と
こ
れ
を
具
体
的

に
す
る
た

め
に

『
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
著
作
集
』
第

三
巻

『
知
恵

の
悲
し

み
』

の
中

で
述
べ
ら
れ

て
い
る
文
章

を
例

に
上
げ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。
そ
れ
は
、
詩

と
は
本
来
ど

う
い
う
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
説
明
が

し

て
あ
る
部
分
だ
が
、
次

の
文
章

に
は
、

二
葉
亭

の
自
筆

と
み
ら

れ
る

ア
ン
ダ

ー
ラ
イ

ン
が
記
し
て
あ

っ
た
。

詩

の
対
象

は
現
実

で
あ
る
《

い
い
か
え
る
と
現
象

の
う
ち

に
あ
る
真
理

で
あ

る
。

(中
略
)
理
想
と
倣
個
別
的
な
現
象

に
な
る
や
再

び
以
前

の
普

遍
性

へ
と
回
帰
す

る
た

め
に
、
自
ら

の
普
遍
性
を

一
時
否
定

し
て
い
る
普

遍
的
絶
対
的

イ
デ

ー
の
こ
と

で
あ
る
。

(
中
略
)

『
現
実

の
理
想
化
』
と

は
、
現
実
か
ら
何
ら
か

の
偶
然
的
な
現
象

を
そ
の
ま
ま
引
写

し
に
す

る
こ

と
な
く
、
自
ら
が
象

徴
し
て
い
る
普

遍
的

な
イ
デ

ー
の
お
か
げ

で
典
型
的

で
あ
る
よ
う
な
典
型

的
形
象

を
創
造
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
個
別
的

で
有

限
な
現
象

の
う
ち

に
普
遍
的

な
も
の
無
限
な
も

の
を
表
現
す
る

こ
と

で
あ

る
。

ま
た
別

の
部
分

で

、

詩

は
直
観
と

い
う
形
式

に
よ

っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
真

理
で
あ
る
。鹽
そ

の

作
品

は
形
を
得
た
イ
デ

ー
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
詩

は
哲
学

と
同
じ

で

あ
る
、
思
考

と
同

じ
で
あ
る
。

な
ぜ

な
ら
詩

は
同

じ
内
容
ー
絶
対
的
真
理

を
も

つ
も

の
だ

か
ら
。

た
だ

し
か
し
ー
哲
学

の
様

に
)

イ
デ

ー
が
そ

の
内

・部

か
ら
弁
証
法
的

に
展
開
す

る
ど

い
う
形
式

に
お

い
て
で
は
な
く
、
イ
デ

ー
が
現
象

の
う
ち

に
直
接
あ
ら
わ
れ
る
と

い
う
形
式

に
お
い
て
、
絶

対
的

・
真

理
を
所
有
す
る

の
で
は
あ
る
が
。

つ
ま
り
、
詩
人
は
形
象

に
よ

っ
て
考

え

る
の
で
あ
る
。

真
理
を

証
明
す
る

の
で
は
な
く
、

表
示
す

る
の
で

あ

る
。
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、
こ
こ
で
は
・
ペ

リ
ソ
ス
キ
ー
の
考
え
.る
写
実

の
意
眛
、
写
実
の
方

法
、
写
実

の

具
体

的
作
法

及
び
、
ベ

リ
ン

ス
キ
ー
の
芸
術
観
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
考

え
ら

れ
る
こ
と
が
、
『
芸
術

の
理
想
化
』
《
寓
員
Φ
強

蕊
鳶

o
切
贄

ぴ

員
①
腎
目
,

切
§

Φ
』
ぴ
踏
o
o
↓
ぴ
》

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
が

二
葉
亭

が
考

え
る

「
意
」

と

「
形
」

を
代
表
し

た
リ
ア
リ
ズ

ム
の
基
礎
と
な
る
考
え
方
な

の
で
あ
る
。

こ
の

『
理
想

の
現
実
化
』
,の
部
分

を
考
宜

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

二
葉
亭
の
考
え
る
リ

ア
リ
ズ

ム
を
最

も
具
体
的
な
も

の
と
し

て
認
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

V

以
上
の
文
漱

で
も

わ

か
る
様

に
、

二
葉
亭

の

「
實
相
を
假
り
て

虚
相

を

寫

す
」

ゾ
ア
リ
ズ

ム
小
説
論

は
、

ベ
リ

ン
ス
キ
ー

の

「
現
象
」

の

う

ち

に

「
本

質
」
を
直
接
的

に
認
織
す
る
と

い
う
思
想
と
根

本
的
に
同
じ
で
あ

る
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。
う

ま
り
、
漢
詩

の
虚
実
論
か
ら
派
生

し
た
患

わ
れ
る

「
虚

'

柑
」
ど

「
実
相
」
が
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の
世
界
を
十
分
に
表
現

し
た
と
い
う

こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

二
葉
亭

は
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の
ご

と
ぐ
、

「
本
質
」

を
様

亙
な
る
イ
デ

ー

(
例
え
ば
、
動
的
な
神
の
イ
デ

ー
と
か
、
.絶
対
的

イ
デ

ー

と
か
)

と
し
て
表
現
す
る

の
で
は
な
く
、
魏
叔

子
の
言

う

「
文
章
之
妙
在
干
積

理
而
錬
織
」

の

「
理
」

の
如
《
不
動
な

一
つ
の
普

遍
的

な

「
意
」

噛
キ
リ
ス
ト

教
的
倫
理
観

の
排
除

に
よ

っ
て
定
義

づ
け
た
の
で
あ
、る
。
だ
が
、

.あ

定
義
づ

け

に
よ

っ
て

二
葉
亭
は
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
の
士衣
現

し
た

ヘ
ヨ
ザ

ル
哲
学

の
観
念
論

だ
け
を
享
受
し
て
、
そ

の
汎
神
論

を
排
除

し
て
し
ま

っ
た
。
遣

間

は
唯

蘿

対

者

の
自
己
展
開

で
あ
る
と

い
う

「
イ
デ

ー
」

の
展
開
、

「
意
」
.
の
展

開
を
思
想

の
中

に
導
入
し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
.二
葉
亭

の
リ
ア
リ
ズ

ム

小
説
論
と
・
,
実
験
作

、『
浮
雲
』
に
お
げ
る
リ
ア
リ
ズ

ム
の
ギ

㌻

.フ
を
引
蓬

こ
す

一
つ
の
.起
甌
を

な
し
た
こ
と

は
事
実

で
あ
,る
。
し
か
し
、

逍
遙
が
実
学
優

先

の
社
会
思
想
、
観
懲
主
義
が
主
流
を
な
し
て

い
た
文
学

界
に
、
写
実
主
義

と

い
う
近
代
を
背
負

っ
て
、
小
説

の
本
来

あ
る
べ
き
姿

を
提
起

し
、
挑
戦

し
た
後

に
、
そ

れ
を

理
論
づ
け

て
確
立
し
方
向

づ
け
を
し
た
二
葉
亭

の
業
績

は
偉
大

な

も

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
汎
神
論

的

「意
」

の
展

開
の
認
識
が
な

い
と

い
う

こ
と
は
、
必
然
的

に
そ

の
論

の
適
用
範
囲

を
限
定

し
て
決

め
て
し
ま
う

こ
と

に

な
る
だ
ろ
う
つ
し
か
し
、

二
葉
亭
は
漢
詩

の
虚
実
論

に
依
拠

し
た
写
実
論
を
西

洋

の
文
学
思
想

に
補
綴
さ
せ
な
が
ら
、
単

に
、
小
説

を
書
く
時
、
あ

る
い
は
書

く
際

の
方
法
及
び
認
識
を
説
く
だ

け
で
は
な
く
、
既
成

に
あ

る
様

々
な
小
説
を

批
評
す
る
際

の
根
本

的
認
論

を
も
説
く

ま
で
に
そ

の
文
学
論

を
高

め
た
の
で
あ

る
。

リ
ア
リ
ズ

ム
論

に
よ
る
模
写
の
重
要
性

を
説
く
だ

け
で
な
く
、
し

っ
か
り

し
た
批
判
的
態
度
が
読
者

及
び
批

評
家

に
そ

な
わ

っ
て
い
れ
ば
、
従
来

の
日
本

の
小
説
が

い
か
に
価
値

の
な
い
も
σ
で
あ
り
、
改
革

し
、
改
良
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き

る
。
そ

の
上
、
西
洋

の
進
ん
だ
文
学
と

い
う

も
の
を
十
分
理
解
す

都
こ
と
が

で
き

る
の
で
あ
る
と
、
当
時

の
読

者
及
び
民
衆

に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う

ま
で
言
う
と
言

い
す
ぎ

か
も
し
れ
な

い
が
、

事

実

二
葉

亭
と
い
う

人
は
、
外
国
語
学
校

に
入
学
す

る
前

か
ら

「
維
新
の
志

工

肌

と
も

い
ふ
べ
き
傾
向
が
、
頭

を
擡
げ
出
毛

て
来

て
、
即
ち
、」
慷
慨
憂

國
と

い

ふ
や
う
な
輿
論

と
、
私

の
そ

ん
な
思
想

と
が
ぶ

つ
か
り
合

つ
て
、
」
と

『
予

が
半

生

の
懺
悔

』
の
中

で
言

っ
て
い
る
様

に
、
文
学

に
対
し

て
も
同
様

の
気
持
、

い

わ
ゆ
る
日
本

の
文
学

を
良

い
方
向

に
発
展
さ

せ
て
行
く
た

め
に
、

民
衆

に
そ
れ

ら
の
欠
点

を
認
識

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
し

て
、

垂

亭
は
そ
の
・」

と
を

一
つ
の
重
大

な
意
義

と
感

じ
て
い
た
。
そ
れ
が

『
小
説
総
論

』
執
筆
後
、

『
浮
雲
』

を
執
筆
・す

る
に
あ

た

っ
て
二
葉
亭
が
言
文

一
致
を
試
み
た
理
由
の

一

つ
で
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

二
葉
亭

は

『
余
が
言
文

一
致

の
由
來
』
の
中
で

「侮

か

一
つ
書

い
て
見

た
い
と
思

つ
た
が
、
元
來

の
文
章
下
手

で
皆
目
方
角

が
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書

凝
P
(中
略
)
誌

耆

璽

旻

袤

を
書
蕩

め
た
抑
も
で
あ
ぎ

と
述

べ
て
い
る
よ
う

に
、

」
起
曷
は

二
葉
亭

の
文
章

下
手
に
よ
る
も
の
だ

ヶ
た
か

唐

れ
な
い
が
、
明
治
三

年
七
旦

西

日
に

報

知
新
聞
L
、に
載
っ
た
思
軒

居
士

(森
田
思
軒
)
の

『
日
本
文
章
の
将
来
』
を
読
ん
だ
感
想
と
し
て

『く
ち

葉
集

ひ
色
か
ご
め
』
、の
中
で

『日
本
文
章
毋
將
來
に
闖
す
昏
私
見
』
、は

,言
語
は
人
の
意
想
の
反
映
に
し
て
ま
つ
鰤
聲
の
言
語
有
り
て
然
る
後
孫

熱

の
言
薯

る
を
得
へ
く
、
ま
つ
舞

の
斈

有
り
て
然
る
暮

形
の
文

.
宇
有

ゐ
を
得

べ
し
、
然
ら
ば
則
ち
言
語
と
文
章
と
は
意
思
の
聲

に
形
は
れ

、.,
㌧
形

に
形
ば
れ
た
る
も

の
と

い
う
も
固
よ
り
不
可
な
か
る
可
ぎ
歟
。

「
と
膚

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
言

語
は
人
の
意
思

の
反
映

で
あ

る
、

と
し
て
人

の
意
塁

悟

く
現
わ
す
た
め
儀

意
思
の
声
に
あ
ら
わ
さ
れ
戔

章
峯

臼く
「

て
乏

で
あ
る
。

そ
れ
が
で
き

癒
か
わ
け
は
な

い
と
い
う

の
で
み

る
。
自
分

σ
意

」

想

を
正
七
く
伝

え
る
た
あ
に
は
、
自
分

の
意
思
を
は

っ
き
り
示
凱
ご
と

の
で
ぎ

渇
文
章

唸
書
く
必
要
ガ
あ

ゐ
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
擬
古
文
体
は
Y

国
民
語

の
資
格

を
も
た

な

い
漢
語
を
使

つ
て
文
章

と
す
ゐ

の
で
あ
る
か
ら
、
本
質

を
直

接
文
章

に
あ
ら
わ
す

こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
従
束

の
死
ん

だ
文
章

で
は
変
動
し

て
い
く
現

象
の
実
態

を
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で

あ
る
。
本
質
を
直
接
文
章

の
中

に
あ
ら

わ
す

こ
と
で
、
変
動
す

る
実
態

を
と
ら

え
る
た

め
に
は
、

や
は
り
言
文
・一
致

の
文
章
、

西
洋

で
使
わ

れ
て
い
る
様
な

い

わ
ゆ
ゐ

詔
『
一簿
㊧

、冨
づ
m
o
⇔
σq
Φ

で
な

け
れ
ば
な
む
な

い
の
で
あ
る
。

=
、て
の
様

北
、
単

北
、
噛
二
葉
亭

の
リ
ア
レ
ズ

ム
論
は

二
葉
亭

の
哲
学

で
あ
る
世

界
棚
と
文
学
思
想
瑟

る
小
説
論
だ
け
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、・評
晩

文

章
、
レ
そ

Φ
他
当
蒔

の
社
会

の
中
で
忘

れ
お
れ
て
い
た
、

つ
ま
り
・
実
学

一
辺
倒

で
目
境

庭

も
の
、
形
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
、
結
果
と
し
で
出
た
も
の
だ
け

を
重
視
し
て
い
た
社
会

に
現
象

の
み
に
惑

わ
さ
れ

ず
、
そ

の
本
質
、
内

に
ひ
そ

む
真
理
を
見
極

め
る
こ
と
が
あ
ら
ゆ
惹
物
事

に
お

い
て
重
要

な
こ
と
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
認
識
さ

せ
よ
う
と

し
て
い
る
。

そ

の
こ
と
を
二
葉
亭

は
明
治

二
二
年

六
月

二
四
日

の
日
記

の
中
で
明
確
に
し

て
い
る
。一

枝

の
筆
を
執
り

て
、
,鬮
民

の
氣
質
、
,風
俗
、

志
向

を
寫

し
て
、
.
國
家

の
大
勢
を
描
き
、
ま
た
は
人
間
の
生
況

を
形
容

し
て
皐

者
も
道
徳
家
も
眼

の
と

父
か
ぬ
所
に
於

て
眞
理
を
探

り
出
し
、

以
て
自
ら
安
心

を
求

め
、

か

ね
て
衆

人

の
世
渡

の
助
と
も
な
ら
ば
、
豈

可
な
ら
す
や
づ
さ
れ
ば
小
読
は

瑣

事
に
あ
ら
ず

・あ

信
念

は
二
葉
亭

の
文
学

の
理
念

で
あ
る

リ
ア
リ
ズ

ム
、

い
わ
ゆ
る
写
実

主
義

に

つ
な

が

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

12
L
354

 

67

〈
注
〉

『近
代
文
学
大
系

・
二
葉
亭

四
迷
集
』
.41
(昭
和

四
六
年
三
月
十
目
、
初
版
、
角

川
書
店
刊
)
所
収

の
安
井
亮
平

,『補
注
』
、
四
七
〇
頁
。

『
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
著
作
集
』

(全
十

二
巻
、

一
八
七

二
～
七
六
、
H

・
ケ
ッ
チ

ェ

ル

編
ソ

ル
ダ

チ

。
ン
・
シ
チ

・
プ
キ

ン
刊
)
第

+
二
巻

所
収

『芸
術

の
イ
デ
ー
』
・

注

2
に
同
じ
。
原
文

工
o

曾
o
℃
窰
的

Φ
門
o

℃
器
uロ
嵩
↓
凝
凶

"
Φ
り
o

萸
①

b
O
α
?

目
uご
①
霑
鵠
O
り
O

O
O
員
①
℃
萸
山
鷁
嬉
識

注

1
に
同
じ
。

『
逍
遙
肇

』
第
+
二
港

三

葉
亭
四
迷

(其
2
)
』
(
昭
和
二
年
青

、
初
版
、

角
川
書
店
刊
)
、
頁
五

一
二
よ
り
収
録
。

『柿
の
蔕
』
,(昭
和
八
年
七
月
中
央
公
論
社
刊
)

所
収
.『
一.一葉
亭
の
專
』〉

五

一

頁
。

柳
田
泉

『明
治
初
期
の
文
学
思
想
』
上
巻

(
昭
和
四
〇
年
三
月
十
目
、
初
版
、
春

秋
社
刊
)
所
収
の

『
有
賀
長
雄

分

『
文
学
論
魯
、
四
七
〇
頁
。
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8

注

7
に
同
じ
,
但
し
.

四
七

一
頁
。

.

9

注

2
に
同

じ
。
但

し
ハ
第

三
巻
所
収

の

『知
恵

の
悲
し

み
』
、
三
三
五
頁

。

10

注

9
に
同

じ
。
但

し
、

三
三
七
頁
。

11

:
十
川
信
介

『
二
葉
亭

四
迷
論
』

(昭
和

四
六
年
十

一
丹

二
五
目
、
初
版
、
筑
摩
書

癆
刊
)
所
取
≒
籍

」
と
蕊

㌍

山

小
説
総
論
』
π
つ
い
て
澗
』.

蓋

五
頁

。

12

「
『
三
躰
詩
抄
』

冖(元
和

八
年
)
紫
隠
注
、
第

一
巻

「実
接
」

の
説
明

文

よ

り

引

用
つ

13

注

5
に
同
じ
ゆ
但

し
、

『逍
遙
選
集
』
別

巻

『
小
説
神
髄
』、

一
五

一
頁
。

123

〈
附
記
〉

本
論
文
雰

引
用
妾

.『二
葉
亭
四
迷
全
集
』擁
全
+
二
拳

(署

三
+
九
年

.九
月
二
十
穴
日
≧
昭
和
四
十
年
五
且
二
十
六
日
、
岩
波
書
店
刊
)
に
依

り
ま

し

た
。

本
論
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
・
『
ベ
リ
ツ
ス
キ
ー
著
作
集
』
の
閲
覧
に
関
し
て
、

早
稲
田
大
学
図
書
館
の
お
世
話
に
な
り
女
し
た
。
.
・

『
ベ
リ
ン
ス
キ
レ
著
作
集
』
の
日
本
訳
瓦
関
し
て
、
本
学
英
文
科
の
飯
島
周
先
生

.に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
・
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